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4   

『
源
氏
物
語
』
以
前
の
作
品
で
は
白
い
衣
装
そ
の
も
の
が
美
し
い
と
さ
れ
て
い
た
り
、
白
以
外
に
鮮
や
か
で
華
美
な
色
の
衣
装
も
共
に
着
用
し
た
姿
が
華

や
か
で
美
し
い
と
さ
れ
て
い
た
り
す
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
以
後
の
作
品
で
は
、『
源
氏
物
語
』
と
同
じ
よ
う
に
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
華
や
か
な
衣
装

を
着
た
姿
よ
り
も
か
え
っ
て
美
し
い
と
さ
れ
る
場
面
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
夜
の
寝
覚
』、『
浜
松
中
納
言
物
語
』、『
狭
衣
物
語
』
の
三
作
品
中
に
そ
れ

ぞ
れ
一
例
ず
つ
し
か
見
ら
れ
な
い
。

5　

注
2
に
同
じ
。

6　

天
皇
が
神
事
の
際
に
着
る
練
絹
の
服
。「
帛
。
天
子
神
事
ノ
時
ニ
召
ス
。
廻
立
殿
行
幸
。
奉
幣
使
發
遣
。
斎
宮
羣
行
等
ノ
日
召
也
。」（
三
条
西
実
隆『
装
束
抄
』

﹇
塙
保
己
一
編
『
新
校
群
書
類
従
』
五
、
名
著
普
及
会
、
一
九
七
八
年
﹈
よ
り
）

7　

米
田
雄
介
氏
「
礼
服
御
冠
残
欠
に
つ
い
て
―
礼
服
御
覧
と
の
関
連
に
お
い
て
」（『
正
倉
院
年
報
』、
一
九
九
五
年
三
月
）。

8　

大
津
透
氏
「
天
皇
制
唐
風
化
の
画
期
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
一
四
付
録
、
月
報
三
九
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）。

9　

森
田
直
美
氏
「
夕
顔
・
明
石
君
・
浮
舟
の
象
徴
色
「
白
」
に
関
す
る
試
論
」（『
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』、第
十
四
号
、二
〇
〇
八
年
三
月
）。

10　

た
だ
し
、
上
代
の
律
令
で
あ
る
こ
と
や
、
必
ず
し
も
史
実
が
そ
の
ま
ま
物
語
に
適
用
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は
念
頭
に
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

11  

H
は
評
価
し
て
い
る
描
写
が
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
場
面
は
源
氏
が
正
月
の
た
め
に
女
君
た
ち
へ
配
る
衣
を
選
ん
で
い
る
場
面
で
あ
る
。
源
氏
が
そ
れ
ぞ

れ
の
女
君
に
似
合
う
と
考
え
て
選
び
、
実
際
着
用
し
て
い
る
I
の
場
面
で
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
用
例
に
加
え
た
。

12　

熊
谷
義
隆
氏
「
少
女
巻
か
ら
藤
裏
葉
巻
の
光
源
氏
と
夕
霧
―
野
分
巻
の
垣
間
見
、
そ
し
て
描
か
れ
ざ
る
親
の
意
志
―
」（『
源
氏
物
語
の
展
望
』
第
一
輯
、

三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）

13　

病
気
や
死
に
よ
っ
て
白
く
な
っ
て
い
る
場
合
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
除
外
し
た
。

14　

藤
村
潔
氏
「
女
一
宮
物
語
と
宇
治
の
物
語
と
の
関
係
」（『
源
氏
物
語
の
構
造
』、
桜
楓
社
、
一
九
六
六
年
）、
小
山
敦
子
氏
「
女
一
宮
物
語
と
浮
舟
物
語
」

（『
源
氏
物
語
の
研
究
』、
武
蔵
野
書
院
、
一
九
七
五
年
）、
今
西
祐
一
郎
氏
「
物
語
と
身
分
」、「
宇
治
十
帖
へ
の
一
視
点
」（『
源
氏
物
語
覚
書
』、
岩
波
書
店
、

一
九
九
八
年
）
な
ど
。

（19）



123『源氏物語』の白―受け継がれる衣装描写とその変質―（18）

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
源
氏
の
子
供
を
産
ま
せ
て
、「
美
質
」
を
受
け
継
が
せ
て
い
く
第
一
部
と
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
薫
の
性
質
を
受
け
継

が
せ
な
い
第
三
部
、
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
が
あ
り
、
こ
の
枠
組
み
を
示
唆
す
る
表
現
技
法
と
し
て
、
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ

る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

　
お
わ
り
に

　

同
時
期
の
物
語
作
品
と
は
違
い
、
い
わ
ゆ
る
無
彩
色
が
描
か
れ
る
こ
と
の
多
い
『
源
氏
物
語
』。
本
稿
で
は
中
で
も
特
に
白
い
衣
装
を
着
た

姿
と
白
い
肌
が
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
考
察
し
て
き
た
。

　

個
人
で
は
な
く
全
員
を
通
し
て
見
た
結
果
、『
源
氏
物
語
』
で
は
、第
一
部
で
白
い
衣
装
を
着
た
姿
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
で
源
氏
の
「
美
質
」

を
表
し
、
源
氏
の
子
ど
も
の
母
親
と
な
る
女
君
や
、
源
氏
を
受
け
継
ぐ
男
御
子
に
よ
っ
て
「
美
質
」
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
示
唆
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
第
二
部
で
、
薫
を
は
じ
め
と
し
て
衣
装
だ
け
で
は
な
く
白
い
肌
ま
で
も
が
高
く
評
価
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
こ
と
を
契
機
に
第
三
部
で
は
第
一
部
と
違
い
、
薫
を
受
け
継
が
せ
な
い
人
々
の
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
第
一
部
と
第
三
部
で
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
る
人
物
の
性
質
が
変
化
し
て
い
る
の
だ
。

1　

本
文
及
び
頁
数
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
）
本
に
拠
る
。
底
本
は
飛
鳥
井
雅
康
等
筆
本
（
通
称
大
島
本
。
但
し
、
そ
れ
を
欠
く
浮
舟
巻

の
み
明
融
本
）。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
本
文
、
あ
る
い
は
論
文
の
引
用
中
の
傍
線
は
稿
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
同
断
。

2　

伊
原
昭
氏
「
光
源
氏
の
一
面
―
そ
の
服
色
の
象
徴
す
る
も
の
」（『
源
氏
物
語
の
色　

い
ろ
な
き
も
の
の
世
界
へ
』、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
）。

3　

原
岡
文
子
氏
「
遊
女
・
巫
女
・
夕
顔
―
夕
顔
の
巻
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏
物
語
の
人
物
と
表
現　

そ
の
両
義
的
展
開
』、
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）。
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匂
宮
は
、
薫
の
子
供
を
産
む
可
能
性
の
あ
っ
た
女
君
で
あ
る
中
君
と
結
婚
し
て
子
供
を
産
ま
せ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
す
で
に
薫
と
結
ば

れ
て
い
た
浮
舟
と
さ
え
も
、
カ
の
場
面
の
よ
う
に
関
係
を
持
ち
、
先
ほ
ど
も
見
た
よ
う
に
浮
舟
を
悩
ま
せ
、
自
殺
未
遂
に
追
い
込
む
原
因
を
作

っ
た
。

　

高
く
評
価
さ
れ
る
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
頻
繁
に
描
か
れ
る
源
氏
、
そ
の
姿
に
象
徴
さ
れ
る
源
氏
の
「
美
質
」
が
薫
に
は
受
け
継
が
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
薫
に
受
け
継
が
れ
た
の
は
表
向
き
の
父
親
で
あ
る
源
氏
の
性
質
だ
け
で
は
な
い
。
実
の
父
親
で
あ
る
柏
木
の
性
質
も
受
け
継
が

れ
て
い
る
の
だ
。
源
氏
と
は
異
質
な
柏
木
を
象
徴
す
る
白
い
肌
が
薫
に
は
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
柏
木
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
随
す
る

白
い
肌
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
薫
は
、白
い
衣
装
が
高
く
評
価
さ
れ
る
意
味
を
第
一
部
と
第
三
部
で
正
反
対
に
変
質
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
全
体
を
ま
と
め
る
。『
源
氏
物
語
』
で
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
る
の
に
は
、
ま
ず
源
氏
の
「
美
質
」
を
現
出
さ
せ
る

と
い
う
効
果
が
あ
る
。
そ
し
て
物
語
第
一
部
と
第
二
部
冒
頭
ま
で
は
、
夕
顔
、
葵
上
、
明
石
御
方
、
紫
上
と
い
う
源
氏
の
子
ど
も
の
母
親
と
な

る
女
君
と
、
源
氏
を
受
け
継
ぐ
男
御
子
で
あ
る
夕
霧
と
薫
の
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
る
場
面
を
描
く
こ
と
で
、
源
氏
の
「
美
質
」

が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
物
語
第
二
部
で
、
薫
が
源
氏
の
「
美
質
」
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
白
い
衣
装
を

着
た
姿
、
そ
し
て
実
父
で
あ
る
柏
木
の
性
質
を
も
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
白
い
肌
の
高
い
評
価
で
示
し
て
い
る
。

　

表
向
き
は
源
氏
の
子
で
あ
る
薫
に
、
高
く
評
価
さ
れ
る
白
い
衣
装
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
源
氏
の
「
美
質
」
だ
け
で
な
く
、
実
の
父
親
で
あ

る
柏
木
を
象
徴
す
る
白
い
肌
ま
で
も
が
受
け
継
が
れ
た
こ
と
が
転
換
点
と
な
り
、
第
三
部
で
は
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と

の
意
味
が
変
質
し
て
い
る
。
第
一
部
で
源
氏
の
「
美
質
」
を
受
け
継
が
せ
る
役
割
を
担
っ
た
女
君
た
ち
が
評
価
さ
れ
た
の
と
正
反
対
に
、
第
三

部
で
は
大
君
、
中
君
、
浮
舟
、
女
一
宮
と
い
う
薫
の
子
ど
も
を
産
ま
な
い
、
つ
ま
り
薫
を
受
け
継
が
せ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

女
君
た
ち
が
評
価
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
薫
の
子
ど
も
を
も
う
け
る
可
能
性
の
あ
っ
た
女
君
（
中
君
、
浮
舟
）
と
関
係
を
持
つ
こ
と
で
そ
の
可
能
性
を
潰

し
た
匂
宮
ま
で
も
、
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
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先
学
の
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
通
り
だ

14

。
薫
が
女
一
宮
に
憧
憬
を
抱
い
て
い
る
の
は
、
中
君
を
垣
間
見
た
時
に
「
女
一
の
宮
も
か
う
ざ
ま
に

ぞ
お
は
す
べ
き
」（
椎
本
・
三
七
五
頁
）、
あ
る
い
は
明
石
中
宮
と
対
面
し
た
時
に
「
女
一
の
宮
も
、
か
く
ぞ
お
は
し
ま
す
べ
か
め
る
、
い
か
な

ら
む
お
り
に
、
か
ば
か
り
に
て
も
も
の
近
く
御
声
を
だ
に
聞
き
た
て
ま
つ
ら
む
」（
総
角
・
四
二
三
頁
）
と
女
一
宮
を
想
起
し
て
い
る
こ
と
か

ら
わ
か
る
。
中
で
も
薫
の
女
一
宮
へ
の
思
慕
が
よ
く
わ
か
る
の
が
、
ウ
の
女
一
宮
垣
間
見
の
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
薫
は
女
一
宮
で
は
な
く
、

宿
木
巻
で
藤
壺
女
御
（
元
麗
景
殿
女
御
）
腹
の
女
二
宮
の
降
嫁
を
受
け
る
。
女
二
宮
が
正
妻
で
あ
る
以
上
、
女
一
宮
が
薫
に
降
嫁
す
る
可
能
性

は
ま
ず
な
い
。

　

宇
治
十
帖
最
後
の
女
主
人
公
で
あ
る
浮
舟
は
薫
と
匂
宮
に
愛
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
ず
に
苦
悩
す
る
浮
舟
は
、
乳
姉
妹
の
右

近
か
ら
自
分
と
同
じ
よ
う
に
二
人
の
男
に
言
い
寄
ら
れ
て
最
後
に
は
京
か
ら
追
放
さ
れ
て
し
ま
っ
た
女
の
話
を
聞
く
。
こ
の
話
は
浮
舟
に
強
烈

な
緊
張
を
与
え
、
と
う
と
う
「
ま
ろ
は
、
い
か
で
死
な
ば
や
。
世
づ
か
ず
心
う
か
り
け
る
身
か
な
。
か
く
う
き
こ
と
あ
る
た
め
し
は
、
下
種
な

ど
の
中
に
だ
に
多
く
や
は
あ
る
」（
浮
舟
・
二
四
六
頁
）
と
死
を
決
意
し
、
入
水
自
殺
を
試
み
る
が
、
死
ぬ
こ
と
な
く
僧
都
と
妹
尼
の
一
行
に

助
け
ら
れ
る
。
エ
は
そ
の
時
の
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
妹
尼
に
保
護
さ
れ
て
小
野
で
暮
ら
し
て
い
る
様
子
が
オ
だ
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
第
三
部
で
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
る
女
君
は
、
第
一
部
と
は
反
対
に
薫
と
完
全
に
は
結
ば
れ

な
い
、
つ
ま
り
薫
の
子
ど
も
を
産
ま
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

女
君
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
物
語
第
三
部
で
唯
一
白
い
衣
装
を
着
た
姿
を
高
く
評
価
さ
れ
る
男
君
が
い
る
。
匂
宮
で
あ
る
。

カ　

な
つ
か
し
き
ほ
ど
な
る
白
き
か
ぎ
り
を
五
つ
ば
か
り
、
袖
口
、
裾
の
ほ
ど
ま
で
な
ま
め
か
し
く
、
い
ろ
／
＼
に
あ
ま
た
重
ね
た
ら
ん
よ
り

も
お
か
し
う
着
な
し
た
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浮
舟
・
二
二
四
頁
）

（16）
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ひ
限
り
な
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
手
習
・
三
二
九
頁
）

オ　

白
き
単
衣
の
、
い
と
な
さ
け
な
く
あ
ざ
や
ぎ
た
る
に
、
袴
も
檜
皮
色
に
な
ら
ひ
た
る
に
ぞ
、
光
も
見
え
ず
黒
き
を
着
せ
た
て
ま
つ
り
た
れ

ば
、
か
ゝ
る
こ
と
ど
も
も
、
見
し
に
は
変
は
り
て
あ
や
し
う
も
あ
る
か
な
と
思
つ
ゝ
、
こ
は
／
＼
し
う
い
ら
ゝ
ぎ
た
る
物
ど
も
着
給
へ
る

し
も
、
い
と
お
か
し
き
姿
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
手
習
・
三
四
三
〜
三
四
四
頁
）

　

第
三
部
で
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
る
女
君
は
、
ア
の
宇
治
大
君
、
イ
の
宇
治
中
君
、
ウ
の
女
一
宮
、
エ
、
オ
の
浮
舟
の
四
人

で
あ
る
。

　

ま
ず
、
薫
が
強
く
心
惹
か
れ
た
存
在
で
あ
る
大
君
か
ら
見
て
い
く
。
八
宮
の
死
を
契
機
に
、
お
互
い
に
と
っ
て
大
事
な
存
在
を
亡
く
し
た
悲

し
み
を
共
有
す
る
こ
と
で
二
人
の
距
離
は
多
少
縮
ま
る
が
、
結
局
契
り
を
交
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
ま
ま
大
君
が
「
心
ち
も
た
が
ひ
て
、
い
と

な
や
ま
し
く
」（
総
角
・
四
三
八
頁
）
発
病
す
る
。
ア
は
大
君
が
病
床
に
臥
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
の
す
ぐ
後
に
大
君
は
「
も
の

隠
れ
行
や
う
に
て
、
消
え
は
て
」（
総
角
・
四
五
九
頁
）
る
よ
う
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

大
君
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
匂
宮
と
結
婚
し
た
中
君
に
対
し
て
薫
は
「
お
り
／
＼
は
過
ぎ
に
し
方
の
く
や
し
さ
を
忘
る
ゝ
お
り
な
く
、
も
の

に
も
が
な
や
と
、
と
り
返
さ
ま
ほ
し
き
と
ほ
の
め
か
し
つ
ゝ
」（
宿
木
・
六
五
頁
）
と
、
ど
う
し
て
中
君
を
匂
宮
に
譲
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と

後
悔
す
る
よ
う
に
な
る
。
や
は
り
中
君
を
自
分
の
も
の
に
し
た
い
と
考
え
、
薫
は
た
び
た
び
中
君
を
「
い
と
遠
く
も
侍
か
な
。
ま
め
や
か
に
聞

こ
え
さ
せ
、
う
け
た
ま
は
ら
ま
ほ
し
き
世
の
も
の
語
り
も
侍
る
も
の
を
」（
宿
木
・
六
四
〜
六
五
頁
）
な
ど
と
言
っ
て
口
説
く
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
中
君
は
薫
の
思
い
に
答
え
る
こ
と
な
く
、
先
ほ
ど
も
見
た
よ
う
に
匂
宮
の
子
ど
も
を
産
む
。

　

次
に
、
今
上
帝
の
后
腹
、
つ
ま
り
明
石
中
宮
腹
の
内
親
王
で
あ
る
女
一
宮
が
薫
の
理
想
像
と
し
て
第
三
部
世
界
に
君
臨
し
て
い
る
こ
と
は
、

（15）
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⑥
は
、
薫
が
中
君
の
若
君
の
五
十
日
の
祝
い
に
や
っ
て
き
た
場
面
で
あ
る
。
こ
の
や
り
取
り
の
あ
っ
た
次
の
場
面
で
は
、
薫
と
女
二
宮
の
婚

姻
に
先
立
っ
て
今
上
帝
が
藤
花
の
宴
を
開
い
て
い
る
。
薫
は
こ
の
宴
で
、柏
木
の
形
見
で
あ
る
笛
を「
け
ふ
ぞ
世
に
な
き
音
の
か
ぎ
り
は
吹
」（
宿

木
・
一
〇
六
頁
）
い
て
い
る
。

　

ど
う
や
ら
、
白
い
肌
が
高
く
評
価
さ
れ
る
時
は
い
ず
れ
も
柏
木
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
第
二
部
で
白
の
描
写
に
肌
と
い
う
要
素
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
第
三
部
の
描
写
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
考
え
て
い
く
。

五
、
第
三
部
の
白
き
衣

　

ま
ず
女
君
の
描
写
か
ら
見
て
い
く
。
以
下
に
用
例
を
引
く
。

ア　

白
き
御
衣
に
、
髪
は
梳
る
こ
と
も
し
給
は
で
ほ
ど
経
ぬ
れ
ど
、
迷
ふ
筋
な
く
う
ち
や
ら
れ
て
、
日
ご
ろ
に
す
こ
し
青
み
給
へ
る
し
も
、
な

ま
め
か
し
さ
ま
さ
り
て
、
な
が
め
出
だ
し
給
へ
る
ま
み
ひ
た
い
つ
き
の
ほ
ど
も
、
見
知
ら
ん
人
に
見
せ
ま
ほ
し
。　
（
総
角
・
四
四
七
頁
）

イ　

白
き
御
衣
一
襲
ば
か
り
に
て
お
は
す
る
、
細
や
か
に
て
お
か
し
げ
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
屋
・
一
六
二
頁
）

ウ　

白
き
薄
物
の
御
衣
着
か
へ
給
へ
る
人
の
、
手
に
氷
を
持
ち
な
が
ら
、
か
く
あ
ら
そ
ふ
を
す
こ
し
笑
み
給
へ
る
御
顔
、
言
は
む
方
な
く
う
つ

く
し
げ
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜻
蛉
・
二
九
八
頁
）

エ　

い
と
若
う
う
つ
く
し
げ
な
る
女
の
、
白
き
綾
の
衣
一
襲
、
く
れ
な
ひ
の
袴
ぞ
着
た
る
、
香
は
い
み
じ
う
か
う
ば
し
く
て
、
あ
て
な
る
け
は

（14）
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る
さ
ま
ま
さ
り
た
れ
ど
、
ま
じ
り
の
と
ぢ
め
お
か
し
う
か
を
れ
る
け
し
き
な
ど
、
い
と
よ
く
お
ぼ
え
給
へ
り
」（
横
笛
・
六
二
頁
）
と
、
薫
と

柏
木
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
つ
ま
り
、
薫
の
白
い
肌
と
い
う
の
は
、
薫
が
柏
木
の
子
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
、
物
語
第
一
部
か
ら
第
二
部
冒
頭
ま
で
、
源
氏
の
超
人
的
な
「
美
質
」
が
受
け
継
が
れ
て

い
る
こ
と
が
、
高
く
評
価
さ
れ
る
白
い
衣
装
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
美
質
」
は
薫
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
Ｌ
の
用
例
で

確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
薫
に
は
源
氏
と
い
う
表
向
き
の
父
親
の
性
質
だ
け
で
は
な
く
、
実
の
父
親
で
あ
る
柏
木
の
そ
れ
も
受
け
継
が
れ
て
い
る

の
だ
。
そ
し
て
こ
の
柏
木
の
性
質
は
、
高
く
評
価
さ
れ
る
白
い
肌
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
④
と
⑥
の
例
は
ど
う
い
っ
た
意
味
を
持
つ
の
か
。

　

④
は
落
葉
宮
の
邸
か
ら
帰
っ
て
き
た
夕
霧
の
夢
に
柏
木
が
現
れ
た
後
の
様
子
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
場
面
を
引
く
。

す
こ
し
寝
入
り
給
へ
る
夢
に
、
彼
衛
門
督
、
た
ゞ
あ
り
し
さ
ま
の
袿
姿
に
て
、
か
た
は
ら
に
ゐ
て
、
此
笛
を
取
り
て
見
る
。
夢
の
中
に
も

亡
き
人
の
わ
づ
ら
は
し
う
こ
の
声
を
尋
ね
て
来
た
る
、
と
思
ふ
に
、

　
「
笛
竹
に
吹
き
よ
る
風
の
こ
と
な
ら
ば
末
の
世
な
が
き
音
に
伝
へ
な
む

思
ふ
方
異
に
侍
り
き
」
と
言
ふ
を
、
問
は
ん
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
若
君
の
寝
を
び
れ
て
泣
き
給
ふ
御
声
に
覚
給
ぬ
。
此
君
い
た
く
泣
き
給
て
、

つ
だ
み
な
ど
し
給
へ
ば
、
乳
母
も
起
き
さ
は
ぎ
、
上
も
御
殿
油
近
く
取
り
寄
せ
さ
せ
た
ま
て
、
耳
は
さ
み
し
て
、
そ
ゝ
く
り
つ
く
ろ
ひ
て
、

抱
き
て
ゐ
給
へ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
横
笛
・
五
八
〜
五
九
頁
）

　

柏
木
は
、夕
霧
に
預
け
ら
れ
た
自
分
の
横
笛
を「
末
の
世
」、つ
ま
り
息
子
で
あ
る
薫
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
夕
霧
に
頼
ん
で
い
る
の
だ
。そ
し
て
、

柏
木
（
の
霊
）
の
気
配
に
気
づ
い
た
夕
霧
の
御
子
が
泣
き
わ
め
い
て
い
る
。

（13）
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（
横
笛
・
五
一
頁
）

④　

児
も
、
い
と
う
つ
く
し
う
お
は
す
る
君
な
れ
ば
、
白
く
お
か
し
げ
な
る
に
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  （
横
笛
・
五
九
頁
）

⑤　

二
藍
の
な
を
し
の
か
ぎ
り
を
着
て
、
い
み
じ
う
白
う
光
り
う
つ
く
し
き
こ
と
、
御
子
た
ち
よ
り
も
こ
ま
か
に
お
か
し
げ
に
て
、
つ
ぶ
／
＼

と
き
よ
ら
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
横
笛
・
六
二
頁
）

⑥　

ゆ
ゝ
し
き
ま
で
白
く
う
つ
く
し
く
て
、
た
か
や
か
に
も
の
語
り
し
、
う
ち
笑
ひ
な
ど
し
給
顔
を
見
る
に
、
わ
が
も
の
に
て
見
ま
ほ
し
く
う

ら
や
ま
し
き
も
、
世
の
思
離
れ
が
た
く
な
り
ぬ
る
に
や
あ
ら
む
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
・
一
〇
四
頁
）

　

①
、
②
、
③
、
⑤
は
薫
、
④
は
夕
霧
の
御
子
、
⑥
は
宇
治
中
君
の
若
宮
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

①
と
②
は
薫
の
五
十
日
の
祝
い
を
し
て
い
る
時
の
描
写
で
あ
る
。
源
氏
は
薫
を
見
て
、「
大
将
な
ど
の
児
を
ひ
、
ほ
の
か
に
お
ぼ
し
出
づ
る

に
は
似
給
は
ず
。
女
御
の
御
宮
た
ち
は
た
、
父
み
か
ど
の
御
方
ざ
ま
に
、
王
気
づ
き
て
け
高
う
こ
そ
お
は
し
ま
せ
、
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
め
で
た

う
し
も
お
は
せ
ず
。
こ
の
君
、
い
と
あ
て
な
る
に
添
へ
て
、
愛
敬
づ
き
、
ま
み
の
か
ほ
り
て
笑
み
が
ち
な
る
な
ど
を
、
い
と
あ
は
れ
と
見
給
ふ
。

思
ひ
な
し
に
や
、
な
を
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
り
か
し
」（
柏
木
・
二
九
頁
）
と
、
薫
と
柏
木
が
似
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　

③
は
Ｌ
と
同
じ
用
例
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
通
り
、
源
氏
は
こ
の
場
面
で
、
白
い
衣
装
を
着
て
白
い
肌
を
し
た
薫
を
見
て
、
薫
が
柏
木
に
も

自
分
自
身
に
も
似
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。

　

ま
た
、
夕
霧
も
⑤
の
場
面
で
薫
を
眺
め
て
、「
な
ま
目
と
ま
る
所
も
添
ひ
て
見
れ
ば
に
や
、
ま
な
こ
ゐ
な
ど
こ
れ
は
今
す
こ
し
強
う
か
ど
あ

（12）
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Ｌ　

白
き
羅
に
、
唐
の
小
紋
の
紅
梅
の
御
衣
の
裾
、
い
と
長
く
し
ど
け
な
げ
に
引
き
や
ら
れ
て
、
御
身
は
い
と
あ
ら
は
に
て
、
う
し
ろ
の
か
ぎ

り
に
着
な
し
給
へ
る
さ
ま
は
例
の
こ
と
な
れ
ど
、
い
と
ら
う
た
げ
に
白
く
そ
び
や
か
に
、
柳
を
削
り
て
つ
く
り
た
ら
む
や
う
な
り
。

（
横
笛
・
五
一
頁
）

　

注
目
す
べ
き
は
、
波
線
を
付
し
た
よ
う
に
、
薫
は
衣
装
だ
け
で
な
く
、
肌
ま
で
も
白
く
か
わ
い
ら
し
い
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
繰
り
返

し
に
な
る
が
、
源
氏
は
、
薫
が
源
氏
の
「
美
質
」
を
象
徴
す
る
白
い
衣
装
を
着
た
姿
を
見
て
、
薫
と
自
分
が
似
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
衣
装
だ
け
で
な
く
肌
ま
で
も
白
い
薫
を
見
た
源
氏
は
、
柏
木
を
「
な
を
い
と
よ
く
思
ひ
出
で
」
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
で
は
、

肌
の
白
さ
が
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
い
っ
た
い
何
を
示
し
て
い
る
の
か
、
章
を
改
め
て
考
え
た
い
。

四
、
白
い
肌

　

ま
ず
、
白
い
肌
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
用
例
を
挙
げ
る

13

。

①　

こ
の
君
五
十
日
の
ほ
ど
に
な
り
給
て
、
い
と
白
う
う
つ
く
し
う
、
ほ
ど
よ
り
は
を
よ
す
げ
て
も
の
語
り
な
ど
し
給
。　
（
柏
木
・
二
七
頁
）

②　

い
と
心
や
す
く
う
ち
笑
み
て
、
つ
ぶ
／
＼
と
肥
え
て
白
う
う
つ
く
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
柏
木
・
二
九
頁
）

③　

白
き
羅
に
、
唐
の
小
紋
の
紅
梅
の
御
衣
の
裾
、
い
と
長
く
し
ど
け
な
げ
に
引
き
や
ら
れ
て
、
御
身
は
い
と
あ
ら
は
に
て
、
う
し
ろ
の
か
ぎ

り
に
着
な
し
給
へ
る
さ
ま
は
例
の
こ
と
な
れ
ど
、
い
と
ら
う
た
げ
に
白
く
そ
び
や
か
に
、
柳
を
削
り
て
つ
く
り
た
ら
む
や
う
な
り
。　
　

（11）
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き
て
艶
に
見
」
え
る
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
夕
霧
が
着
て
い
る
衣
装
は
、

「
な
を
し
こ
そ
、
あ
ま
り
濃
く
て
か
ろ
び
た
め
れ
。
非
参
議
の
ほ
ど
、
何
と
な
き
若
人
こ
そ
、
二
あ
ひ
は
よ
け
れ
、
ひ
き
つ
く
ろ
は
ん
や
」

と
て
、
わ
が
御
料
の
心
こ
と
な
る
に
、
え
な
ら
ぬ
御
衣
ど
も
具
し
て
、
御
供
に
持
た
せ
て
た
て
ま
つ
れ
給
。　
　
（
藤
裏
葉
・
一
七
九
頁
）

と
、
前
日
の
内
大
臣
邸
で
の
藤
花
の
宴
の
前
に
源
氏
か
ら
夕
霧
に
贈
ら
れ
た
も
の
だ
。

　

夕
霧
と
雲
居
雁
の
婚
姻
に
際
し
て
、
父
で
あ
る
源
氏
が
「
わ
が
御
料
の
心
こ
と
な
る
」
を
、
つ
ま
り
自
分
が
着
る
予
定
で
あ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

衣
装
を
夕

霧
へ
授
け
て
い
る
の
だ
。
こ
の
描
写
か
ら
、
夕
霧
は
源
氏
を
受
け
継
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
Ｌ
の
薫
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
白
き
羅
」
を
着
た
薫
が
、
と
て
も
か
わ
い
ら
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
Ｌ
の
場
面
で
源
氏
は
、
薫

の
こ
と
を
「
な
を
い
と
よ
く
思
ひ
出
で
ら
る
れ
ど
、
か
れ
は
い
と
か
や
う
に
際
離
れ
た
る
き
よ
ら
は
な
か
り
し
物
を
、
い
か
で
か
ゝ
ら
ん
、
宮

に
も
似
た
て
ま
つ
ら
ず
、
今
よ
り
け
高
く
も
の
／
＼
し
う
さ
ま
こ
と
に
見
え
給
へ
る
け
し
き
な
ど
は
、
わ
が
御
鏡
の
影
に
も
似
げ
な
か
ら
ず
見

な
さ
れ
給
ふ
」（
横
笛
・
五
一
頁
）
と
、
実
父
で
あ
る
柏
木
を
思
い
出
さ
せ
る
が
、
柏
木
以
上
に
優
れ
て
美
し
く
、「
わ
が
御
鏡
の
影
に
も
似
げ

な
か
ら
ず
見
な
さ
れ
」
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
薫
が
白
い
衣
装
を
着
て
い
る
時
に
、
源
氏
は
薫
と
自
分
が
ど
こ
か
似
て
い
る
と
感
じ
て

い
る
の
だ
。
薫
も
、
夕
霧
と
同
じ
く
源
氏
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

源
氏
に
代
わ
っ
て
物
語
第
三
部
で
絶
大
な
権
力
を
握
る
夕
霧
と
薫
。
こ
の
二
人
が
源
氏
を
受
け
継
い
で
第
三
部
世
界
で
活
躍
す
る
こ
と
が
、

白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
で
暗
示
さ
れ
て
い
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
Ｌ
を
も
う
一
度
確
認
し
た
い
。

（10）
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Ｋ　

宰
相
殿
は
、
す
こ
し
色
深
き
御
な
を
し
に
、
丁
子
染
の
焦
が
る
ゝ
ま
で
染
め
る
、
し
ろ
き
綾
の
な
つ
か
し
き
を
着
給
へ
る
、
こ
と
さ
ら
め

き
て
艶
に
見
ゆ
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
裏
葉
・
一
八
六
頁
）

Ｌ　

白
き
羅
に
、
唐
の
小
紋
の
紅
梅
の
御
衣
の
裾
、
い
と
長
く
し
ど
け
な
げ
に
引
き
や
ら
れ
て
、
御
身
は
い
と
あ
ら
は
に
て
、
う
し
ろ
の
か
ぎ

り
に
着
な
し
給
へ
る
さ
ま
は
例
の
こ
と
な
れ
ど
、
い
と
ら
う
た
げ
に
白
く
そ
び
や
か
に
、
柳
を
削
り
て
つ
く
り
た
ら
む
や
う
な
り
。

（
横
笛
・
五
一
頁
）

　

Ｋ
が
夕
霧
、
Ｌ
が
薫
の
例
で
あ
る
。
ま
ず
Ｋ
は
、
物
語
第
一
部
の
最
終
巻
、
藤
裏
葉
巻
で
よ
う
や
く
雲
居
雁
と
結
婚
し
た
夕
霧
が
、
次
の
日

に
源
氏
と
会
話
を
し
て
い
る
場
面
だ
。
こ
れ
は
Ｃ
で
源
氏
の
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
と
、
同
じ
状
況
下
で
の
こ
と
で

あ
る
。
以
下
に
そ
の
場
面
を
引
く
。

御
子
と
も
見
え
ず
、
す
こ
し
が
こ
の
か
み
ば
か
り
と
見
え
給
ふ
。
ほ
か
／
＼
に
て
は
、
お
な
じ
顔
を
移
し
取
り
た
る
と
見
ゆ
る
を
、
御
前

に
て
は
、
さ
ま
／
＼
あ
な
め
で
た
と
見
え
給
へ
り
。
お
と
ゝ
は
薄
き
御
な
を
し
、
白
き
御
衣
の
唐
め
き
た
る
が
、
紋
け
ざ
や
か
に
、
つ
や

／
＼
と
透
き
た
る
を
た
て
ま
つ
り
て
、
な
を
尽
き
せ
ず
あ
て
に
な
ま
め
か
し
う
お
は
し
ま
す
。
宰
相
殿
は
、
す
こ
し
色
深
き
御
な
を
し
に
、

丁
子
染
の
焦
が
る
ゝ
ま
で
染
め
る
、
し
ろ
き
綾
の
な
つ
か
し
き
を
着
給
へ
る
、
こ
と
さ
ら
め
き
て
艶
に
見
ゆ
。　

（
藤
裏
葉
・
一
八
五
〜
一
八
六
頁
）

　

源
氏
と
夕
霧
が
二
人
と
も
に
白
い
衣
装
を
着
た
姿
を
描
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
が
「
尽
き
せ
ず
あ
て
に
な
ま
め
か
し
」
く
、「
こ
と
さ
ら
め

（9）
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次
に
、
物
語
第
二
部
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
女
君
を
見
る
。
第
二
部
で
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
女
君
は
紫
上
の
み

で
あ
る
。
紫
上
は
生
涯
妊
娠
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
亡
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
も
少
し
触
れ
た
が
、
明
石
御
方
の
娘
で
あ
る
明
石
姫
君

を
紫
上
は
養
女
と
し
て
い
る
。
で
は
こ
こ
で
、
紫
上
の
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
場
面
を
見
て
み
る
。

Ｊ　

対
の
上
も
渡
り
給
へ
り
。
白
き
御
装
束
し
給
て
、
人
の
親
め
き
て
、
若
宮
を
つ
と
抱
き
て
ゐ
給
へ
る
さ
ま
、
い
と
お
か
し
。

（
若
菜
上
・
二
七
三
頁
）

　

こ
れ
は
、
紫
上
の
養
女
と
な
っ
た
明
石
姫
君
が
入
内
し
、
若
宮
を
出
産
し
た
時
の
場
面
で
あ
る
。
紫
上
は
白
い
衣
装
を
着
て
、
波
線
を
付
し

た
よ
う
に
い
か
に
も
「
人
の
親
」
ら
し
く
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
若
宮
を
抱
き
上
げ
て
い
る
姿
を
、「
い
と
お
か
し
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
物
語
第
一
部
で
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
女
君
で
あ
る
夕
顔
、
葵
上
、
明
石
御
方
は
源

氏
の
子
、
あ
る
い
は
源
氏
の
養
子
と
な
る
子
を
産
ん
で
お
り
、
物
語
第
二
部
で
高
く
評
価
さ
れ
る
紫
上
は
明
石
姫
君
を
養
女
と
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
物
語
第
二
部
ま
で
の
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
る
女
君
た
ち
は
、
皆
源
氏
の
子
ど
も
の
母
親

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
だ
。
第
二
部
ま

で
で
白
い
衣
装
を
着
た
姿
を
高
く
評
価
さ
れ
る
女
君
は
、
源
氏
の
子
ど
も
の
母
親
と
な
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

三
、
源
氏
以
外
の
男
君

　

第
二
部
ま
で
に
は
、
源
氏
以
外
に
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
男
君
が
二
人
い
る
。
夕
霧
と
薫
で
あ
る
。

（8）
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通
点
と
し
て
、
出
産
し
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。
葵
上
は
Ｆ
の
場
面
の
す
ぐ
後
に
夕
霧
を
出
産
し
て
お
り
、
Ｇ
は
明
石
御
方
が
明
石

姫
君
を
紫
上
の
養
女
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
乳
母
に
慰
め
ら
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
夕
顔
は
、
Ｅ
の
後
に
な
に
が
し
の
院
で
亡
く
な
り
、

そ
の
数
日
後
に
女
房
の
右
近
か
ら
源
氏
に
「
お
と
ゝ
し
の
春
ぞ
物
し
給
へ
り
し
。
女
に
て
い
と
ら
う
た
げ
に
な
ん
」（
夕
顔
・
一
三
九
頁
）
と
、

遺
児
の
存
在
が
語
ら
れ
た
。
後
の
玉
鬘
で
あ
る
。

　

夕
霧
と
明
石
姫
君
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
源
氏
の
実
子
で
あ
る
。
玉
鬘
は
、
夕
顔
と
頭
中
将
の
子
で
あ
る
が
、
長
じ
て
後
源
氏
の
養
女
と
な

っ
て
い
る
。
源
氏
は
上
京
し
た
玉
鬘
を
六
条
院
に
引
き
取
り
、
夕
霧
に
さ
え
も
自
分
の
娘
だ
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
（
玉
鬘
・
三
六
六
頁
）。

世
間
の
人
々
も
、「﹇
六
条
院
の
﹈
西
の
対
の
姫
君
、
こ
と
も
な
き
御
あ
り
さ
ま
、
お
と
ゞ
の
君
も
わ
ざ
と
お
ぼ
し
あ
が
め
き
こ
え
た
ま
ふ
御
け

し
き
な
ど
、
み
な
世
に
聞
こ
え
出
で
て
、
お
ぼ
し
し
も
し
る
く
、
心
な
び
か
し
給
人
多
か
る
べ
し
」（
胡
蝶
・
四
〇
三
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、

玉
鬘
は
六
条
院
の

0

0

0

0

「
西
の
対
の
姫
君
」
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。

　

裳
着
に
際
し
て
実
は
内
大
臣
（
元
の
頭
中
将
）
の
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
玉
鬘
に
と
っ
て
は
内
大
臣
家
よ
り

も
源
氏
の
一
族
の
方
が
馴
染
み
深
い
。
玉
鬘
が
夕
霧
に
対
面
す
る
時
は
「
な
を
御
簾
に
き
丁
添
へ
た
る
御
対
面
は
、人
づ
て
な
ら
で
あ
り
け
り
」

（
藤
袴
・
九
一
頁
）
と
取
次
の
女
房
は
無
し
で
自
ら
話
し
て
い
る
の
に
対
し
、
実
の
兄
弟
で
あ
る
柏
木
と
対
面
し
た
時
は
「
身
づ
か
ら
聞
こ
え

給
は
ん
こ
と
は
し
も
、
猶
つ
ゝ
ま
し
け
れ
ば
、
宰
相
の
君
し
て
い
ら
へ
き
こ
え
給
」（
藤
袴
・
九
九
頁
）
と
、
女
房
に
取
次
を
さ
せ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
、
熊
谷
義
隆
氏
は
、
玉
鬘
と
鬚
黒
の
結
婚
に
注
目
し
、「
春
宮
の
母
承
香
殿
女
御
の
兄
で
あ
る
鬚
黒
を
、
内
大
臣
の
娘
で
あ
り
な
が

ら
光
源
氏
は
婿
に
取
っ
た
形
に
な
る
の
で
あ
る
。
主
に
子
供
が
奉
仕
す
る
算
賀
、具
体
的
に
は
光
源
氏
四
十
賀
を
ま
ず
玉
鬘
が
主
催
す
る
の
は
、

こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

12

。
つ
ま
り
、
夕
顔
、
葵
上
、
明
石
御
方
は
、
三
人
と
も
源
氏
の
子
、

あ
る
い
は
源
氏
の
養
子
と
な
る
子
を
産
ん
で
い
る
の
だ
。

（7）
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は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
特
に
物
語
第
二
部
ま
で
の
女
君
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

　

ま
ず
は
、
物
語
第
一
部
で
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
女
君
を
見
て
い
く
。
以
下
に
例
を
引
く
。

Ｅ　

 

白
き
袷
、
薄
色
の
な
よ
ゝ
か
な
る
を
重
ね
て
、
は
な
や
か
な
ら
ぬ
、
姿
い
と
ら
う
た
げ
に
あ
え
か
な
る
心
ち
し
て
、（
夕
顔
・
一
一
七
頁
）

Ｆ　

白
き
御
衣
に
色
あ
ひ
い
と
は
な
や
か
に
て
、
御
髪
の
い
と
長
う
こ
ち
た
き
を
引
き
結
ひ
て
う
ち
添
へ
た
る
も
、
か
う
て
こ
そ
ら
う
た
げ
に

な
ま
め
き
た
る
方
添
ひ
て
お
か
し
か
り
け
れ
と
見
ゆ
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
葵
・
三
〇
六
頁
）

Ｇ　

白
き
衣
ど
も
の
な
よ
ゝ
か
な
る
あ
ま
た
着
て
、
な
が
め
ゐ
た
る
様
体
、
頭
つ
き
、
う
し
ろ
手
な
ど
、
限
り
な
き
人
と
聞
こ
ゆ
と
も
、
か
う

こ
そ
は
お
は
す
ら
め
、
と
人
／
＼
も
見
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
薄
雲
・
二
二
〇
頁
）

Ｈ　

梅
の
お
り
枝
、
て
う
、
鳥
飛
び
違
ひ
、
唐
め
い
た
る
白
き
小
袿
に
、
濃
き
が
つ
や
ゝ
か
な
る
重
ね
て
、
明
石
の
御
方
に
、
思
や
り
け
高
き
を
、

上
は
め
ざ
ま
し
と
見
給
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
鬘
・
三
六
九
頁
）

Ｉ　

白
き
に
、
け
ざ
や
か
な
る
髪
の
か
ゝ
り
の
、
す
こ
し
さ
は
ら
か
な
る
程
に
薄
ら
ぎ
に
け
る
も
、
い
と
ゞ
な
ま
め
か
し
さ
添
ひ
て
な
つ
か
し

け
れ
ば
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
音
・
三
八
四
頁
）

　

Ｅ
が
夕
顔
、
Ｆ
が
葵
上
、
Ｇ
、
Ｈ
、
Ｉ
が
明
石
御
方

11

の
、
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
三
人
の
共

（6）
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白
の
服
装
の
、
い
か
に
も
若
々
し
く
な
ま
め
か
し
い
光
源
氏
像
が
描
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
人
々
の
憧
憬
の
的
、
光
君
の
理
想
像
を
、
作

者
は
衣
装
の
白
一
色
で
現
出
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

物
語
で
最
初
に
描
か
れ
る
源
氏
の
衣
装
が
白
で
あ
る
こ
と
や
、
源
氏
の
人
生
の
中
で
も
頂
点
と
も
言
え
る
Ｄ
の
よ
う
な
場
面
で
白
い
衣
装
を

源
氏
が
着
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
伊
原
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
「
光
君
の
理
想
像
を
、
作
者
は
衣
装
の
白
一
色
で
現
出
さ
せ
て
い
る
」
の
は

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
史
実
に
お
い
て
「
白
」
が
天
皇
の
衣
装
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
米
田
雄
介
氏
は
天
平
勝

宝
四
（
七
五
二
）
年
の
東
大
寺
大
仏
の
開
眼
法
要
の
儀
式
に
お
い
て
、
孝
謙
天
皇
、
聖
武
太
上
天
皇
、
光
明
皇
太
后
が
帛
衣
６
を
着
用
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
７
。
ま
た
、
大
津
透
氏
は
、「
衣
服
令
」
を
引
か
れ
、「
黄
丹
は
皇
太
子
礼
服
の
色
、
紫
は
親
王
以

下
の
礼
服
の
色
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
天
皇
の
服
色
と
し
て
は
白
を
律
令
は
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
８
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
ご
論
を
受
け
て
、
森
田
直
美
氏
が
「
白
」
が
「
貴
色
の
イ
メ
ー
ジ
を
携
え
て
い
る
」
こ
と
を
述
べ
ら
れ
、
明
石
御
方
の
「
白
」
が
「
王

権
に
絡
ん
で
ゆ
く
明
石
一
族
の
物
語
の
中
核
を
成
す
女
性
と
し
て
の
造
型
に
、
大
き
く
作
用
す
る
」
と
論
じ
ら
れ
た
９
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、「
白
」
と
い
う
色
そ
の
も
の
が
貴
色
と
し
て
尊
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

10

。
こ
の
よ
う
な
色
を
頻
繁
に
纏
い
、
そ

の
姿
が
「
ゆ
ゝ
し
う
き
よ
ら
」
で
「
な
ま
め
か
し
」
い
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
源
氏
の
超
越
性
、
い
わ
ば
「
美
質
」
が
表
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ

と
が
可
能
だ
ろ
う
。

二
、
女
君
と
白

　

そ
れ
で
は
、
源
氏
の
「
美
質
」
が
現
出
さ
れ
て
い
る
「
白
」
を
源
氏
以
外
の
登
場
人
物
が
纏
い
、
な
お
か
つ
そ
の
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
る
の

（5）
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も
の
悲
し
い
場
所
に
い
て
も
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
美
し
い
と
さ
れ
て
い
る
姿
、
Ｃ
は
第
一
部
最
終
巻
で
あ
る
藤
裏
葉
巻
で
夕
霧
の
結
婚
が
成
立
し

た
次
の
日
の
姿
、
そ
し
て
Ｄ
は
、
若
菜
上
巻
で
准
太
上
天
皇
の
位
を
受
け
た
後
の
姿
で
あ
る
。
Ｂ
の
よ
う
な
没
落
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
時

だ
け
で
な
く
、
Ａ
や
Ｃ
、
Ｄ
の
よ
う
に
、
上
り
詰
め
た
時
期
に
あ
る
時
で
す
ら
も
、
源
氏
は
白
い
衣
装
に
身
を
包
ん
だ
姿
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
源
氏
が
頻
繁
に
白
い
衣
装
を
着
用
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
伊
原
氏
が
早
く
か
ら
言
及
さ
れ
て
い
る
５
。

王
朝
の
、
二
百
種
に
近
い
さ
ま
ざ
ま
の
衣
装
の
色
、
極
言
す
れ
ば
、
源
氏
と
も
な
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
豪
奢
絢
爛
と
し
た
装
束
を
も
自
由

に
着
用
し
、
思
う
存
分
美
し
く
装
う
こ
と
が
で
き
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
光
君
の
美
が
強
調
さ
れ
、
一
き
わ
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
彼
の

輝
き
が
無
限
に
発
揮
さ
れ
る
、
と
し
た
の
は
、
逆
に
そ
う
し
た
色
一
切
を
捨
て
た
、
黒
、
そ
し
て
あ
る
場
で
は
白
、
に
よ
る
姿
で
あ
る
、

と
作
者
は
強
く
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
源
氏
は
あ
え
て
白
や
黒
の
よ
う
な
無
彩
色
の
衣
装
を
着
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
で
、「
彼
の
輝
き
が
無
限
に
発
揮
」
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
伊
原
氏
は
、
Ｄ
の
場
面
を
引
い
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
場
面
で
の
光
源
氏
は
、
す
で
に
準
太
上
天
皇
と
い
う
最
も
尊
貴
な
身
分
で
あ
り
、
明
石
姫
君
は
皇
太
子
妃
、
夕
霧
は
中
納
言
に
な
っ

て
お
り
、
さ
ら
に
内
親
王
女
三
宮
の
夫
と
い
う
立
場
の
、
の
ぼ
り
つ
め
た
時
期
に
あ
る
。
年
齢
も
四
十
を
越
え
て
人
間
と
し
て
円
熟
・
完

成
さ
れ
た
年
代
で
あ
る
。
こ
の
前
あ
た
り
か
ら
物
語
の
第
二
部
に
入
り
、
源
氏
に
も
衰
兆
が
し
の
び
よ
っ
て
く
る
、（
Ｄ
の
場
面
は
﹇
引

用
者
注
﹈）
い
わ
ば
そ
の
前
の
頂
点
に
立
つ
時
、
と
さ
れ
て
い
る
。
庭
園
に
の
こ
る
雪
、
さ
ら
に
散
り
添
っ
て
降
る
雪
、
雪
に
も
ま
が
う

盛
り
の
梅
花
。
そ
し
て
雪
を
詠
じ
た
女
三
宮
へ
の
消
息
の
白
い
料
紙
、
そ
れ
を
つ
け
る
文
付
枝
の
白
梅
、
こ
の
よ
う
な
白
一
色
を
背
景
に
、

（4）
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一
、
源
氏
の
白

　

白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
る
場
面
は
『
源
氏
物
語
』
中
に
十
八
例
見
ら
れ
る
が
４
、
そ
の
う
ち
四
例
と
最
も
用
例
数
の
多
い
源

氏
か
ら
見
て
い
く
。
な
お
、
波
線
部
が
白
い
衣
装
の
描
写
で
、
傍
線
部
が
そ
れ
ら
を
評
価
し
て
い
る
描
写
で
あ
る
。

Ａ　

白
き
御
衣
ど
も
の
な
よ
ゝ
か
な
る
に
、
な
を
し
ば
か
り
を
し
ど
け
な
く
着
な
し
給
て
、
紐
な
ど
も
う
ち
捨
て
て
添
ひ
臥
し
給
へ
る
御
火
影

い
と
め
で
た
く
、
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
。
こ
の
御
た
め
に
は
上
が
上
を
選
り
出
で
て
も
猶
飽
く
ま
じ
く
見
え
給
ふ
。

（
帚
木
・
三
八
頁
）

Ｂ　

た
ゝ
ず
み
給
ふ
さ
ま
の
ゆ
ゝ
し
う
き
よ
ら
な
る
事
、
所
か
ら
は
ま
し
て
こ
の
世
の
も
の
と
見
え
給
は
ず
。
白
き
綾
の
な
よ
ゝ
か
な
る
、
紫

苑
色
な
ど
た
て
ま
つ
り
て
、こ
ま
や
か
な
る
御
な
を
し
、帯
し
ど
け
な
く
う
ち
乱
れ
給
へ
る
御
さ
ま
に
て
、　　
　
　
　
　
（
須
磨
・
三
二
頁
）

Ｃ　

お
と
は
ゞ
薄
き
御
な
を
し
、
白
き
御
衣
の
唐
め
き
た
る
が
、
紋
け
ざ
や
か
に
、
つ
や
／
＼
と
透
き
た
る
を
た
て
ま
つ
り
て
、
な
を
尽
き
せ

ず
あ
て
に
な
ま
め
か
し
う
お
は
し
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
裏
葉
・
一
八
五
頁
）

Ｄ　

白
き
御
衣
ど
も
を
着
給
て
、
花
を
ま
さ
ぐ
り
給
つ
ゝ
、
友
待
つ
雪
の
ほ
の
か
に
残
れ
る
上
に
、
う
ち
散
り
そ
ふ
空
を
な
が
め
給
へ
り
。﹇
中

略
﹈若
う
な
ま
め
か
し
き
御
さ
ま
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
上
・
二
四
五
〜
二
四
六
頁
）

　

Ａ
の
用
例
は
最
初
に
も
引
い
た
も
の
だ
が
、『
源
氏
物
語
』
中
最
初
の
源
氏
の
詳
し
い
衣
装
描
写
で
あ
る
。
Ｂ
は
源
氏
が
須
磨
に
流
謫
し
、

（3）
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に
つ
い
て
、
伊
原
氏
は
、
源
氏
は
喪
服
や
白
の
直
衣
な
ど
の
通
常
地
味
で
冴
え
な
い
と
さ
れ
る
衣
装
を
着
て
い
て
も
な
お
、
む
し
ろ
地
味
な
色

合
い
の
も
の
を
着
て
い
る
か
ら
こ
そ
美
し
い
と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
作
者
は
、
王
朝
の
す
べ
て
の
色
彩

を
知
り
つ
く
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
多
彩
の
色
を
超
え
た
無
彩
色
の
世
界
、
つ
ま
り
、
白
―
黒
と
い
う
極
限
の
二
色
に
こ
そ
、
あ
り
き
た
り
で

は
な
い
、
真
の
究
極
の
美
を
生
み
出
す
力
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
探
り
得
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で

源
氏
の
み
を
対
象
と
し
た
分
析
で
あ
り
、
そ
の
他
の
登
場
人
物
や
物
語
展
開
へ
は
論
が
及
ん
で
い
な
い
２
。

　

原
岡
文
子
氏
は
、夕
顔
と
色
彩
の
関
係
に
つ
い
て
論
を
展
開
さ
れ
た
。
特
に
夕
顔
巻
に「
白
」と
い
う
色
が
頻
出
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
て
、

「
白
」
の
持
つ
性
質
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
神
祭
り
の
際
の
巫
女
の
白
衣
や
、
出
産
の
際
に
家
具
や
調
度
を
白
一
色
に
揃
え
る
こ
と
を

例
に
挙
げ
、「
白
」
に
「
忌
み
と
清
め
の
意
味
」
を
古
代
で
は
見
取
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
中
で
も
、
出
産
の
折
の
衣
装
や

病
床
で
の
衣
装
、
死
の
床
に
あ
る
大
君
や
柏
木
、
紫
上
の
顔
色
が
白
く
美
し
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
薫
の
美

し
さ
が
白
を
も
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
例
な
ど
を
挙
げ
、「「
白
」
が
忌
み
と
清
め
と
の
思
想
を
裏
腹
に
背
負
っ
た
聖
な
る
色
と
し
て
の
側
面
を

持
つ
」
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
上
で
夕
顔
に
「
聖
性
」
あ
る
い
は
「
巫
女
性
」
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
た
３
。
こ
の
よ
う
に
、「
白
」
と
い

う
色
は
作
中
で
し
ば
し
ば
登
場
人
物
に
特
殊
な
意
味
を
持
た
せ
る
色
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
白
い
衣
装
を
着
た
姿
が
高
く
評
価
さ
れ
る
人
物
は
、
源
氏
や
夕
顔
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
二
名
を
含
め
、
計
十
一
名
の
登
場
人
物

が
、
白
い
衣
装
を
着
た
姿
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
人
物
と
白
い
衣
装
の
示
す
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
さ

ら
に
、
物
語
第
二
部
で
は
衣
装
の
用
例
に
加
え
て
白
い
肌
が
高
く
評
価
さ
れ
る
用
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
こ
と
の

示
す
意
味
と
、
第
三
部
に
お
け
る
描
写
の
変
化
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（2）
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は
じ
め
に

白
き
御
衣
ど
も
の
な
よ
ゝ
か
な
る
に
、
な
を
し
ば
か
り
を
し
ど
け
な
く
着
な
し
給
て
、
紐
な
ど
も
う
ち
捨
て
て
添
ひ
臥
し
給
へ
る
御
火
影

い
と
め
で
た
く
、
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
。
こ
の
御
た
め
に
は
上
が
上
を
選
り
出
で
て
も
猶
飽
く
ま
じ
く
見
え
給
ふ
。　

（
帚
木
・
三
八
頁
）
１

　

こ
れ
は
帚
木
巻
の
冒
頭
、
雨
夜
の
品
定
め
で
の
源
氏
の
姿
を
描
い
た
文
で
あ
る
。
臣
籍
降
下
し
て
い
る
と
は
い
え
、
桐
壺
帝
の
寵
児
で
あ
り
、

時
の
左
大
臣
家
の
娘
婿
で
あ
る
源
氏
は
、
非
常
に
将
来
有
望
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
華
や
か
な
源
氏
の
姿
は
、
色
と
り
ど
り
の
美
し
く
豪
華
な

衣
装
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
実
は
引
用
の
よ
う
に
、
白
な
ど
の
、
決
し
て
華
美
で
は
な
い
、
む
し
ろ
地
味
で
映
え

な
い
色
合
い
の
衣
装
に
身
を
包
ん
だ
姿
が
非
常
に
多
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
姿
は
多
く
の
場
合
、
地
味
な
衣
装
に
身
を
や
つ
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
華
や
か
な
衣
装
を
着
て
い
る
時
よ
り
も
か
え
っ
て
そ
の
人
物
本
来
の
美
し
さ
が
映
え
、
よ
り
い
っ
そ
う
美
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
色
彩
に
つ
い
て
は
、
伊
原
昭
氏
が
早
く
か
ら
着
目
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
源
氏
が
白
い
衣
装
を
頻
繁
に
着
用
す
る
こ
と

『
源
氏
物
語
』
の
白
―
受
け
継
が
れ
る
衣
装
描
写
と
そ
の
変
質
―津

々
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